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岡
崎
城
は
、
現
在
の
平
塚

市
と
伊
勢
原
市
に
ま
た
が
る
、

広
い
領
域
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

相
模
川
の
最
下
流
に
あ
る
沖
積
低
地
を
見

下
ろ
せ
る
た
め
、
相
模
国
全
体
に
影
響
を

与
え
ら
れ
る
重
要
な
場
所
で
し
た
。

　
平
安
時
代
末
期
に
義
実
が
館
を
建
て
住

ん
だ
の
が
、
岡
崎
城
の
始
ま
り
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
城
主
の
変
遷
は
史
料
が
な

い
た
め
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

岡
崎
城
は
、
小
田
原
北
条
氏
が
台
頭
す
る

戦
国
時
代
に
は
、
城
の
役
目
を
終
え
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
岡
崎
城
は
相
模
国
を
代
表
す
る

城
の
一
つ
と
し
て
、
近
世
の
国
絵
図
に
も

﹁
古
城
﹂と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
名

広
範
囲
に
勢
力
を
広
げ
て
い
ま
し
た
。

三
浦
一
族
に
は
平
塚
の
岡
崎
義
実
・
真
田

与
一
親
子
ら
が
い
ま
す
。

　

中
村
一
族
は
大
磯
丘
陵
付
近
か
ら
湯
河

原
町
ま
で
、
相
模
国
の
西
半
分
に
勢
力
を

広
げ
て
い
ま
し
た
。
本
拠
地
が
あ
っ
た
の

は
、
小
田
原
市
小
竹
の
中
村
館
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
平
塚
の
土
屋
宗
遠
は
中
村
一

族
の
中
村
宗
平
の
三
男
で
す
。

　

鎌
倉
党
に
は
豊
田
に
館
を
構
え
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
豊
田
景
俊
や
、
後
に
頼
朝

の
重
鎮
と
な
っ
た
梶
原
景
時
ら
が
い
ま

す
。
県
の
中
央
部
一
帯
に
勢
力
を
広
げ
て

い
ま
し
た
が
、
頼
朝
の
挙
兵
後
は
源
平
双

方
に
分
か
れ
て
戦
い
ま
し
た
。

　

平
塚
と
関
わ
り
の
深
い
三
浦
一
族
と
中

村
一
族
。
岡
崎
義
実
が
中
村
宗
平
の
娘
と

結
婚
し
、
ま
た
義
実
の
子
ど
も
を
土
屋
宗

遠
の
養
子
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
三
浦
氏

と
中
村
氏
の
間
に
は
強
い
結
び
付
き
が
で

き
ま
し
た
。
平
塚
市
は
、
地
理
的
に
相
模

国
の
中
心
に
位
置
し
ま
す
。
相
模
国
と
い

う
大
き
な
的
に
狙
い
を
定
め
て
、
中
心
に

あ
る
平
塚
を
射
っ
た
三
浦
・
中
村
一
族
。

彼
ら
は
相
模
国
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。

幕
府
創
設
に
重
要
な
役
割

　
﹁
相
模
の
武
士
は
非
常
に
実
直
で
、
真

正
直
な
印
象
が
あ
り
ま
す
ね
﹂と
話
す
、

市
博
物
館
の
栗
山
学
芸
員
。﹁
政
治
工
作
な

ど
、
い
わ
ば
、
お
互
い
が
だ
ま
し
合
い
を

す
る
と
い
う
世
界
は
苦
手
だ
っ
た
の
で
は

三
浦
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お
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ざ
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よ
し
ざ
ね

お
か
ざ
き
よ
し
た
だ

つ
ち
や
む
ね
と
お

　

鎌
倉
時
代
は
、財
産
を

相
続
分
に
応
じ
て
分
割

す
る「
分
割
相
続
」が
原

則
で
し
た
。

　

親
の
所
領
を
与
え
ら

れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、そ

れ
ぞ
れ
分
家
と
し
て
与

え
ら
れ
た
土
地
の
名
前

を
名
字
に
し
て
、家
々
を

起
こ
し
て
い
き
ま
し
た
。

平塚市

岡崎城
真田城

土屋城
鎌倉市

山木館襲撃

城
鎌倉市

平塚市

岡崎
真田城

土屋屋城城

襲撃木館襲撃
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石橋山の戦い
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現在の地図上で見た位置関係

﹁
清
盛
﹂の
側
近
に
も
関
係
!?

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
現
在
放
送
中
の
大
河
ド
ラ
マ

﹁
清
盛
﹂。
そ
の
中
で
、
清
盛
の
側
近
と
し

て
仕
え
、
清
盛
の
死
を
み
と
っ
た
と
い
わ

れ
る
平
盛も
り
く
に国が
登
場
し
ま
す
。序
盤
で
は
、

鱸す
ず
き
ま
る
丸
と
い
う
名
前
で
俳
優
の
上
川
隆
也
さ

ん
が
演
じ
て
い
ま
し
た
。

　

壇
ノ
浦
の
戦
い
で
滅
亡
す
る
平
氏
。
平

家
の
棟
と
う
り
ょ
う
梁
・
平
宗
盛
と
と
も
に
鎌
倉
に
送

ら
れ
た
盛
国
を
預
か
っ
た
の
が
、
岡
崎
義

実
で
し
た
。
盛
国
は
日
夜
一
言
も
発
せ
ず

法
華
経
に
向
か
い
、
断
食
を
続
け
た
後
に

74
歳
で
死
ん
だ
、
と
吾
妻
鏡
の
文
治
２
年

（
１
１
８
６
年
）７
月
25
日
に
あ
り
ま
す
。

　

大
河
ド
ラ
マ﹁
清
盛
﹂で
も
準
主
役
級
の

位
置
付
け
に
あ
り
、
大
き
な
存
在
感
を
放

つ
盛
国
。
義
実
と
の
つ
な
が
り
に
思
い
を

馳は

せ
な
が
ら
大
河
ド
ラ
マ
を
見
る
の
も
、

楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

悪
四
郎
と
呼
ば
れ
た
男

　
﹁
悪
四
郎
﹂の
異
名
を
取
る
義
実
。
悪
と

は﹁
勇
ま
し
く
て
強
い
﹂と
い
う
意
味
で
、

名
前
か
ら
も
義
実
の
武
士
と
し
て
の
勇
猛

な
気
性
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

義
実
は
一
人
、
三
浦
一
族
の
拠
点
か
ら

▼�

岡
崎
公
民
館
前
に
あ
る

義
実
の
像

離
れ
た
平
塚
の
岡
崎
に
館
を
構
え
、
周
辺

の
開
拓
を
任
さ
れ
ま
し
た
。
の
ち
に
中
村

一
族
の
中
村
宗
平
の
娘
と
結
婚
し
、
岡
崎

か
ら
程
近
い
土
屋
宗
遠
と
は
義
兄
弟
の
間

柄
に
な
り
ま
す
。

　

義
実
は
、
頼
朝
の
挙
兵
時
に
は
す
で
に

60
歳
を
超
え
た
老
武
者
で
し
た
。
親
子
で

参
戦
し
た
石
橋
山
の
戦
い
で
は
、
大
切
な

嫡
男
の
真
田
与
一
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す

（
詳
細
は
４
面
の
真
田
与
一
の
項
目
で
）。

　

慈
悲
深
く
人
情
に
厚
い
、
義
実
の
性
格

が
う
か
が
え
る
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
与
一

を
討
っ
た
長
尾
定
景
を
、
頼
朝
か
ら
委
ね

ら
れ
た
義
実
。
憎
き
敵
で
あ
る
も
の
の
、

生
来
の
慈
悲
深
さ
か
ら
殺
す
こ
と
は
で
き

ず
、
義
実
は
た
だ
囚
人
と
し
て
預
か
っ
て

い
ま
し
た
。
毎
日
法
華
経
を
読
み
続
け
る

定
景
。
そ
の
姿
を
見
て
、
と
う
と
う
定
景

の
こ
と
を
許
し
ま
す
。
吾
妻
鏡
の
治
承
5

年（
１
１
８
１
年
）7
月
5
日
に
は
、
定
景

を
許
し
て
や
り
た
い
と
、
義
実
が
頼
朝
に

申
し
出
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

岡
崎
の
無
量
寺
近
く
に
は
義
実
の
墓
と

伝
え
ら
れ
る
場
所（
左
地
図
）が
残
っ
て
お

り
、
今
で
も
地
元
の
人
た
ち
に
大
切
に
守

ら
れ
て
い
ま
す
。

↙

な
い
で
し
ょ
う
か
﹂と
分
析
し
ま
す
。
事

実
、
鎌
倉
幕
府
に
貢
献
し
た
岡
崎
氏
や
土

屋
氏
で
す
が
、
最
終
的
に
は
政
治
の
才
と

手
腕
に
た
け
た
北
条
家
に
牛
耳
ら
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

栗
山
学
芸
員
は﹁
平
塚
の
武
士
ら
は
表

舞
台
に
派
手
に
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
ち
ょ
っ
と
マ
イ
ナ
ー
な
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
歴
史
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
学
校
の
教
科

書
で
詳
し
く
習
う
人
物
で
す
か
ら
﹂と
話

し
ま
す
。

﹁
し
か
し
、
教
科
書
の
登
場
人
物
が
全
て

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。平
塚
武
士
の
活
躍
は
、

鎌
倉
幕
府
の
創
設
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
ん
で
す
よ
﹂。

城
で
し
た
。
範
囲
は
、
現
在
の
岡
崎
小
学

校
や
岡
崎
神
社
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。

本
に
よ
っ
て
は
こ
の
辺
り
は
城
を
守
る
た

め
の
防
衛
線
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

城
と
し
て
は
一
体
の
も
の
だ
と
考
え
て
よ

い
で
し
ょ
う
。

　
無
量
寺
の
西
南
近
辺
の

御
所
ヶ
谷
で
は
、
義
実
の

時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る

区
画
の
溝
が
あ
り
、
館
跡

と
思
わ
れ
る
遺
構
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
岡
崎
小

学
校
周
辺
の
発
掘
で
は
、

義
実
の
時
代
の
高
級
な
陶

磁
器
類
が
出
土
し
て
い
ま

す
。こ
う
し
た
高
級
品
は
、

岡
崎
氏
が
支
配
層
の
武
士

だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い

ま
す
。

　
岡
崎
城
跡
全
体
で
は
室

町
時
代
の
形
な
の
で
す
が
、
堀
や
陶
磁
器

な
ど
、
義
実
が
生
き
た
平
安
末
期
か
ら
鎌

倉
時
代
の
断
片
的
な
史
料
も
集
ま
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
調
査
・
発
掘
に

期
待
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

▲�岡崎公民館のロビーに飾ら
れている岡崎城の図
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